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1

マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
と
バ
ウ
ハ
ウ
ス

高
安　

啓
介

キ
ー
ワ
ー
ド
：
デ
ザ
イ
ン
／
マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
／
バ
ウ
ハ
ウ
ス
／
ウ
ル
ム
造
形
大
学
／
造
形
教
育

マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
は
、
造
形
＝
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
を
体
現
し
た
人
物
だ
っ
た
）
1
（

。
一
九
〇
八
年
に
ス
イ
ス
の
ヴ
ィ
ン
タ
ー
ト
ゥ
ア
に

生
ま
れ
た
ビ
ル
は
、
近
代
主
義
の
芸
術
に
感
化
さ
れ
て
、
絵
画
・
彫
刻
・
文
字
・
製
品
・
家
具
・
建
築
・
環
境
と
あ
ら
ゆ
る
造
形
分
野
で

仕
事
を
お
こ
な
い
、
特
定
の
分
野
に
か
た
よ
る
こ
と
な
く
数
々
の
模
範
を
生
み
出
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
造
形
の
様
々
な
問
題
に
つ
い
て

論
じ
て
お
り
、
数
多
く
の
文
章
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
で
も
こ
な
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ル
は
あ
ら
ゆ
る
造

形
の
基
礎
と
な
る
の
は
芸
術
だ
と
い
う
信
念
を
も
ち
、
環
境
造
形
と
い
う
大
枠
の
も
と
で
諸
分
野
ど
う
し
の
関
連
を
強
め
よ
う
と
し
た
）
2
（

。

ビ
ル
は
ま
た
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
二
つ
の
造
形
大
学
の
橋
渡
し
を
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
戦
前
に
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に

在
籍
し
て
お
り
、
戦
後
に
は
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設
立
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ビ
ル
の
仕
事
に
注
目
す
る
だ
け
で
も
、
二
〇
世
紀
の

造
形
理
念
の
深
ま
り
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。



2

バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
体
験

ビ
ル
は
一
八
歳
で
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
来
る
ま
え
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
工
芸
学
校
で
銀
細
工
を
学
ん
で
い
た
）
3
（

。
ビ
ル
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
在
籍
し

た
期
間
は
、
一
九
二
七
年
か
ら
二
八
年
ま
で
の
三
学
期
間
と
短
く
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
か
ら
マ
イ
ヤ
ー
へ
と
校
長
が
変
わ
る
時
期
で
、
最
初
の

二
学
期
間
は
ま
だ
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
校
長
だ
っ
た
。
同
じ
ス
イ
ス
出
身
の
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に
感
化
さ
れ
て
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
や
っ
て
き
た

若
き
ビ
ル
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
は
建
築
を
志
し
て
い
た
。
ビ
ル
は
一
九
二
七
年
、
当
時
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
在
籍
し
て
い
た
水
谷
武
彦
を
と
お

し
て
、日
本
の
雑
誌
『
新
建
築
』
の
企
画
に
よ
る
「
商
店
建
築
」
の
懸
賞
競
技
に
応
募
し
た
と
こ
ろ
、近
代
様
式
の
鉄
骨
五
階
建
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ
案
に
よ
っ
て
三
等
を
獲
得
し
て
い
る
）
4
（

。
ビ
ル
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
は
基
礎
造
形
を
ア
ル
バ
ー
ス
ら
に
学
び
な
が
ら
、
正
規
の
授
業
で
は

な
か
っ
た
学
校
内
の
絵
画
教
室
に
も
参
加
し
た
。
ビ
ル
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
よ
う
な
画
家
教
師
た
ち
を
敬
愛
し
て
お
り
、
ク
レ
ー
風

の
作
品
も
多
く
残
し
て
い
る
）
5
（

。
一
九
二
八
年
六
月
に
は
学
校
内
で
ビ
ル
ら
の
水
彩
画
の
展
覧
会
も
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
6
（

。
こ
う
し

た
側
面
を
み
れ
ば
、
ビ
ル
が
専
門
課
程
を
修
了
せ
ず
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
去
っ
た
の
は
、
芸
術
活
動
に
冷
淡
な
マ
イ
ヤ
ー
の
方
針
に
馴
染
ま
な

か
っ
た
の
が
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、若
き
ビ
ル
は
、優
れ
た
吸
収
力
の
た
め
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
長
く
在
籍
す
る
必
要
も
な
か
っ

た
。
短
い
あ
い
だ
に
生
涯
の
道
を
は
っ
き
り
見
出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
模
範
と
す
る
総
合
造
形
家
の
道
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
閉
鎖
す
る
が
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
意
味
で
の
「
造
形
」
の
発
展
も
ま
た
中
断
す
る
。
ビ
ル
は
し
か
し
、

ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
も
と
「
造
形
」
を
貫
く
の
が
困
難
な
時
期
に
、
故
郷
の
ス
イ
ス
に
お
い
て
「
造
形
」
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ビ
ル

が
と
く
に
熱
心
だ
っ
た
の
は
、
具
体
造
形
な
い
し
具
体
美
術
と
よ
ん
だ
抽
象
美
術
で
、
そ
の
名
の
も
と
で
、
数
学
の
規
則
に
も
と
づ
く
幾

何
学
造
形
を
う
な
が
そ
う
と
し
た
。
ビ
ル
の
一
九
三
八
年
の
絵
画
作
品
《
同
一
主
題
に
よ
る
一
五
の
変
奏
》
は
そ
の
模
範
と
し
て
作
成
さ
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れ
た
。
こ
の
連
作
は
、
変
奏
曲
を
思
わ
せ
る
題
名
が
あ
ら
わ
す
よ
う
に
、
正
三
角
形
か
ら
正
八
角
形
ま
で
の
辺
が
つ
な
が
っ
て
螺
旋
展
開

す
る
主
題
と
、
こ
の
主
題
に
も
と
づ
く
一
五
の
変
奏
か
ら
成
る
）
7
（

。
数
学
の
規
則
は
あ
く
ま
で
多
様
な
変
奏
を
生
み
出
す
た
め
に
使
用
さ
れ

て
い
る
の
で
、
不
自
由
さ
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
。
ビ
ル
は
一
九
四
九
年
の
論
文
「
今
日
の
美
術
に
お
け
る
数
学
的
思
考
」
に
お
い
て
）
8
（

、

芸
術
は
た
ん
に
「
感
情
」
だ
け
で
な
く
「
思
考
」
を
も
と
め
る
仕
事
で
あ
り
、
美
術
は
と
く
に
「
数
学
的
思
考
」
を
基
礎
と
し
て
発
展
し

う
る
と
考
え
て
お
り
、
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
バ
ッ
ハ
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
は
ま
た
近
代
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
重
要
な
継
承
者
で
あ
り
、
戦
後
ス
イ
ス
の
近
代
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
発
展
に
先
が

け
た
仕
事
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
一
九
四
六
年
の
論
文
「
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
つ
い
て
」
で
は
）
9
（

、
戦
前
に
起
こ
っ
た
新
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

の
左
右
非
対
称
の
原
則
を
支
持
し
た
が
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
も
試
み
ら
れ
た
新
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
必
要
以
上
に
太
い
罫
線
を
使
っ
た
り
、

必
要
以
上
に
大
き
い
ペ
ー
ジ
数
字
を
付
し
た
り
、
一
種
の
装
飾
に
頼
っ
て
い
る
か
ぎ
り
合
理
化
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
み
る
。
ビ
ル
は

さ
ら
に
製
品
デ
ザ
イ
ン
も
手
が
け
た
が
、
ビ
ル
の
こ
の
方
面
の
最
初
の
貢
献
は
、
一
九
四
九
年
の
ス
イ
ス
工
作
連
盟
の
展
覧
会
「
良
い
形

態
」
の
企
画
だ
ろ
う
）
10
（

。
こ
れ
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
理
念
に
も
か
な
う
造
形
の
模
範
例
を
八
〇
枚
程
度
の
パ
ネ
ル
で
紹
介
す
る
展
示
で
、
道
具

に
し
て
も
、
機
械
に
し
て
も
、
建
築
に
し
て
も
、
実
直
な
形
態
を
と
る
対
象
物
が
選
ば
れ
た
。
こ
の
展
覧
会
は
ス
イ
ス
国
内
だ
け
で
な
く

ド
イ
ツ
で
も
開
催
さ
れ
る
な
ど
好
評
を
博
し
て
い
た
様
子
で
あ
る
。

ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設
立

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
近
代
の
造
形
を
う
な
が
す
役
割
を
果
た
す
が
、
最
初
こ
の
学
校
は
ド
イ
ツ
の
民
主
化
を

ね
ら
う
政
治
系
の
学
校
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
経
緯
を
も
つ
。
き
っ
か
け
は
、
ナ
チ
ス
へ
の
抵
抗
運
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
シ
ョ
ル
兄



4

妹
が
、
一
九
四
三
年
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
で
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
と
ら
え
ら
れ
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
事
件
だ
っ
た
。
姉
の
イ
ン
ゲ
・
シ
ョ
ル

と
、
顔
な
じ
み
の
オ
ト
ル
・
ア
イ
ヒ
ャ
ー
ら
は
、
戦
後
す
ぐ
故
郷
ウ
ル
ム
で
市
民
大
学
を
始
め
た
。
こ
の
学
校
は
た
ち
ま
ち
反
響
を
よ
び
、

シ
ョ
ル
兄
妹
の
名
を
冠
す
る
大
学
を
つ
く
る
計
画
が
持
ち
上
が
る
。
一
九
四
九
年
ま
で
は
ま
だ
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
重
き
を
お
く
大

学
を
創
ろ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
11
（

。
そ
の
一
方
で
、
イ
ン
ゲ
・
シ
ョ
ル
と
行
動
し
て
い
た
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
も
と
も
と
生
活
世
界
の
造

形
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
一
九
四
六
年
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
美
術
院
で
彫
刻
を
学
び
始
め
た
が
、
純
粋
芸
術
に
満

足
で
き
ず
一
年
余
り
で
退
学
し
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
一
九
四
八
年
に
ス
イ
ス
の
ビ
ル
と
初
め
て
対
面
し
て
い
る
。
ビ
ル
は
な
に
よ
り

バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
経
験
し
た
近
代
主
義
者
に
し
て
、
ス
イ
ス
で
活
動
を
続
け
た
総
合
造
形
家
で
あ
り
、
ビ
ル
以
上
の
模
範
は
な
い
と
考
え
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
縁
か
ら
、一
九
四
九
年
一
〇
月
に
は
ビ
ル
の
企
画
し
た
展
覧
会
「
良
い
形
態
」
が
ウ
ル
ム
に
も
巡
回
し
て
、イ
ン
ゲ
・
シ
ョ

ル
も
こ
れ
を
機
と
し
て
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
後
継
と
な
る
学
校
を
つ
く
る
考
え
に
傾
い
て
い
く
）
12
（

。

マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
は
ま
も
な
く
ウ
ル
ム
の
新
学
校
設
立
へ
の
協
力
を
請
わ
れ
、
一
九
五
〇
年
二
月
か
ら
設
立
委
員
に
加
わ
り
、
計
画
作

成
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ビ
ル
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
設
立
者
グ
ロ
ピ
ウ
ス
か
ら
直
接
助
言
を
受
け
て
お
り
、
シ
カ
ゴ
の
ニ
ュ
ー
バ
ウ

ハ
ウ
ス
を
引
き
継
い
だ
「
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
」
の
学
科
も
参
照
し
た
よ
う
だ
）
13
（

。
一
九
五
一
年
に
公
表
さ
れ
た
計
画
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
別

名
で
あ
っ
た
「
造
形
大
学
」
の
名
の
も
と
、
造
形
教
育
を
主
眼
と
す
る
組
織
を
打
ち
出
し
た
が
、
政
治
社
会
系
の
教
養
教
育
を
織
り
込
ん

で
お
り
、
ド
イ
ツ
の
民
主
化
に
向
け
た
当
初
の
理
念
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
専
門
分
化
す
る
職
業
教
育
に
た
い
し
て
は
、
次
の

よ
う
な
総
合
教
育
の
理
念
を
あ
げ
て
い
る
）
14
（

。

職
業
に
没
頭
す
る
人
間
、
専
門
化
し
た
知
識
人
、
考
え
の
偏
っ
た
政
治
家
は
、
各
々
の
制
約
の
た
め
に
社
会
の
健
全
な
発
展
を
お
び

や
か
し
て
い
る
。
今
日
の
専
門
家
重
視
の
危
う
さ
を
克
服
す
る
に
は
、
大
き
な
文
脈
の
な
か
で
職
業
教
育
が
な
さ
れ
、
社
会
全
体
に
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お
け
る
各
職
業
の
位
置
、
各
職
業
の
作
用
、
精
神
文
化
の
意
味
合
い
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
す
る
し
か
な
い
。
他
面
に
お
い
て
、

政
治
社
会
教
育
が
実
り
豊
か
に
な
る
に
は
、
一
般
論
を
説
く
よ
り
も
、
個
人
の
行
為
が
い
か
に
社
会
に
作
用
す
る
の
か
人
々
が
理
解

で
き
る
よ
う
に
教
育
す
る
し
か
な
い
。

バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
内
部
に
も
多
種
多
様
な
考
え
が
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
ビ
ル
が
考
え
た
の
は
、
自
由
な
芸
術
に
寛
容
な
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の

モ
デ
ル
で
あ
り
、
自
由
な
芸
術
に
冷
淡
な
マ
イ
ヤ
ー
の
モ
デ
ル
で
な
か
っ
た
。
ビ
ル
が
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
時
代
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
評
価
す
る

の
は
、
丁
度
良
い
均
衡
を
保
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
、
自
由
な
芸
術
を
軽
ん
じ
て
い
た
わ
け
で
な
い
が
、
自
由
な
芸
術

に
甘
ん
じ
て
い
た
わ
け
で
な
い
。
た
だ
し
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
手
工
芸
の
段
階
か
ら
完
全
に
は
脱
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学

は
あ
ら
た
に
現
代
の
産
業
社
会
の
要
請
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ル
は
そ
う
考
え
、
一
九
五
一
年
の
計
画
か
ら
す
で
に
、
現
実
の

課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
組
織
と
し
て
「
製
品
形
態
研
究
所
」
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

一
九
五
二
年
一
二
月
に
『
ド
イ
ツ
大
学
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
ビ
ル
の
文
章
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
年
代
記
」
は
、
ビ
ル
の
信
念
を
よ
く
表
し

て
い
る
）
15
（

。
ビ
ル
は
な
に
よ
り
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
時
代
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
「
当
時
に
あ
っ
て
理
想
状
態
に
達
し
て
い
た
」
と
み
る
が
、
そ
の
理

由
は
、
時
代
の
第
一
線
に
あ
っ
た
芸
術
家
た
ち
が
、
建
築
の
仕
事
を
し
た
り
、
日
常
品
を
造
形
し
た
り
、
紙
面
の
構
成
を
し
た
り
、
日
々

の
問
題
に
取
り
組
む
の
を
第
一
に
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
時
代
に
制
約
さ
れ
て
お
り
工
芸
の
伝
統
を
引

き
ず
っ
て
い
た
が
、
若
い
世
代
を
創
造
へ
と
駆
り
立
て
た
基
本
理
念
こ
そ
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
み
る
。
ビ
ル
は
「
造
形
活
動
に
お
い
て

自
由
な
芸
術
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
」
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
芸
術
家
た
ち
は
、
目
的
を

も
た
な
い
「
自
由
な
芸
術
」
を
と
お
し
て
、
目
的
を
も
た
な
い
「
自
律
的
作
品
」
の
う
ち
に
、
生
き
生
き
し
た
「
時
代
精
神
」
を
宿
す
の

で
あ
り
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
絵
画
彫
刻
こ
そ
が
他
の
活
動
を
う
な
が
す
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
真
の
芸
術
家
」
が
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切
実
な
課
題
に
か
か
わ
る
べ
き
あ
り
、「
悪
い
芸
術
家
」
は
製
品
の
大
量
生
産
に
か
か
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ウ
ル
ム
の
造
形
大
学
は
「
バ

ウ
ハ
ウ
ス
を
真
に
継
承
す
る
機
関
」
で
あ
る
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
前
身
は
、
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
が
ワ
イ
マ
ー
ル
に
設
立
し
た
工
芸
学

校
だ
が
、
ビ
ル
の
見
立
て
に
よ
る
と
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
前
任
者
か
ら
が
引
き
継
い
だ
の
は
芸
術
を
尊
重
す
る
姿
勢
で
あ
り
、

ビ
ル
も
ま
た
ウ
ル
ム
の
造
形
大
学
の
教
育
に
お
い
て
芸
術
を
基
本
に
す
え
よ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
時
代
よ

り
も
前
進
す
る
た
め
に
、
製
品
造
形
を
よ
り
重
視
し
て
、
都
市
計
画
へ
と
活
動
を
広
げ
、
視
覚
造
形
を
最
新
の
水
準
に
引
き
上
げ
、
情
報

学
科
を
設
け
る
と
予
告
し
て
い
る
。

ビ
ル
は
ウ
ル
ム
の
学
校
に
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
の
名
を
使
う
か
迷
い
つ
つ
も
、グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
許
可
を
一
応
得
た
よ
う
だ
が
）
16
（

、ア
イ
ヒ
ャ
ー

は
過
去
の
権
威
に
よ
ら
ず
に
新
し
い
学
校
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
直
々
の
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
の
名
の
提
案
に
は
反
対

し
た
と
い
う
）
17
（

。
結
局
の
と
こ
ろ
ウ
ル
ム
の
学
校
は
、「
シ
ョ
ル
兄
妹
」
の
名
を
冠
す
る
の
を
や
め
、「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
の
名
も
使
わ
ず
に
、

実
を
取
る
か
た
ち
で
「
造
形
大
学
」
と
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、「
造
形
」
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
は
近
代
デ
ザ
イ
ン
と
ほ
ぼ
同

義
で
あ
り
、「
造
形
大
学
」
は
デ
ッ
サ
ウ
以
降
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
第
二
の
名
で
あ
っ
た
の
で
、
過
去
と
の
一
定
の
つ
な
が
り
は
暗
示
で
き

て
い
る
。
開
校
前
に
発
行
さ
れ
た
学
校
案
内
の
冊
子
を
み
る
と
、
ビ
ル
の
意
向
を
反
映
し
て
で
あ
ろ
う
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
「
バ
ウ
ハ

ウ
ス
の
後
継
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
）
18
（

。

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
一
九
五
三
年
に
始
ま
っ
た
。
初
代
校
長
に
は
ビ
ル
が
就
い
た
。
と
は
い
え
、
市
民
大
学
の
校
舎
を
間
借
り
し
て
の

出
発
で
あ
り
、
新
し
い
学
生
に
む
け
た
造
形
の
基
礎
教
育
の
み
お
こ
な
わ
れ
た
。
ビ
ル
の
考
え
で
は
、
学
生
た
ち
は
「
目
的
か
ら
離
れ
た

美
学
」
す
な
わ
ち
目
的
か
ら
自
由
な
芸
術
か
ら
取
り
組
む
べ
き
で
）
19
（

、
具
体
美
術
と
よ
ば
れ
る
抽
象
美
術
を
と
お
し
て
造
形
の
基
本
を
学
ん

で
い
く
。
一
九
五
三
年
か
ら
五
五
年
ま
で
の
二
年
間
は
準
備
期
間
だ
っ
た
。
ビ
ル
本
人
に
よ
る
基
礎
教
育
の
ほ
か
、イ
ッ
テ
ン
、ア
ル
バ
ー

ス
、
ペ
ー
タ
ー
ハ
ン
ス
、
ノ
ン
ネ
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
い
う
よ
う
に
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
縁
の
あ
る
講
師
た
ち
が
呼
ば
れ
、
短
期
集
中
だ
っ
た
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が
基
礎
造
形
の
指
導
に
あ
た
っ
た
）
20
（

。
ビ
ル
は
こ
の
あ
い
だ
に
新
し
い
講
師
陣
を
固
め
て
い
く
が
、
初
期
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
外
国
籍
で
、

ド
イ
ツ
出
身
者
は
む
し
ろ
少
数
派
と
な
っ
た
）
21
（

。
こ
の
人
選
は
た
し
か
に
国
際
色
豊
か
な
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
思
わ
せ
る
が
反
民
族
主
義
を
つ
ら

ぬ
い
た
結
果
で
も
あ
る
。
ビ
ル
は
ス
イ
ス
出
身
、
ギ
ョ
ジ
ョ
ロ
は
オ
ラ
ン
ダ
系
、
ツ
ァ
イ
シ
ェ
グ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身
、
マ
ル
ド
ナ
ー

ド
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
出
身
だ
っ
た
。
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
ド
イ
ツ
の
ウ
ル
ム
出
身
だ
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
青
年
団
へ
の
加
入
を
拒
ん
だ
た
め
進
学
が

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
な
ど
不
遇
な
時
代
を
送
っ
て
お
り
、
ギ
ル
デ
バ
ル
ト
も
ド
イ
ツ
出
身
で
あ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
近
代
運
動
に
加
わ
る

な
ど
国
際
主
義
者
だ
っ
た
。

一
九
五
五
年
に
な
っ
て
ビ
ル
設
計
の
新
校
舎
で
す
で
に
授
業
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
同
年
一
〇
月
二
日
に
よ
う
や
く
新
校
舎
の
落

成
式
が
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
は
か
な
り
盛
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
招
か
れ
て
基
調
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は

そ
の
な
か
で
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
理
念
を
継
承
し
つ
つ
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
芸
術
の
中
心
に
な
る
よ
う
期
待
を
寄

せ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
科
学
の
時
代
に
お
い
て
過
小
評
価
さ
れ
が
ち
な
芸
術
の
必
要
を
と
な
え
て
い
る
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
講
演
を
こ

う
始
め
て
い
る
。

約
三
〇
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
私
も
ま
た
、
今
日
ビ
ル
教
授
が
お
か
れ
て
い
る
の
に
似
た
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
一
九
二
六
年
に
、

私
自
身
の
設
計
に
よ
る
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
校
舎
の
落
成
式
が
あ
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
今
日
の
式
典
に
た
い
す
る
私
の
関
心
は
そ

れ
以
上
で
あ
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
始
ま
る
仕
事
や
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
基
本
理
念
が
、
こ
こ
ウ
ル
ム
の
地
に

お
い
て
、
新
た
な
ド
イ
ツ
の
本
拠
地
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
組
織
を
見
出
し
た
か
ら
で
す
。
こ
の
機

関
が
そ
の
知
的
責
務
に
忠
実
で
あ
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
時
代
よ
り
も
政
治
動
向
が
安
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
造
形
大
学
の
放
つ

芸
術
の
輝
き
は
、
ウ
ル
ム
を
超
え
、
ド
イ
ツ
を
超
え
、
芸
術
の
才
の
あ
る
人
間
が
、
真
に
高
度
な
民
主
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
、
い
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か
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
か
を
、
世
界
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
）
22
（

。

一
九
五
五
年
の
落
成
式
は
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
正
式
な
開
校
と
し
て
ド
イ
ツ
各
地
の
地
方
紙
に
紹
介
さ
れ
、
多
く
の
記
事
の
見
出
し
に

は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
名
が
踊
っ
た
）
23
（

。「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
た
」「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
戻
っ
て
き
た
」「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
後
継
を
見

出
し
た
」「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
生
き
た
伝
統
」
な
ど
の
見
出
し
を
み
る
か
ぎ
り
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
バ
ウ
ハ
ウ

ス
の
復
活
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
理
念
を
引
き
継
ぐ
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

自
由
な
芸
術
を
め
ぐ
る
論
争

一
九
五
五
年
か
ら
新
校
舎
で
の
授
業
が
始
ま
っ
て
新
教
育
が
よ
う
や
く
実
現
す
る
か
に
見
え
た
が
、
校
長
ビ
ル
と
若
手
教
師
た
ち
と
の

対
立
が
埋
ま
ら
な
く
な
り
、
一
九
五
七
年
に
ビ
ル
は
大
学
を
去
っ
た
。
原
因
は
ビ
ル
の
運
営
上
の
強
引
さ
に
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
）
24
（

、

当
事
者
た
ち
が
外
に
説
明
す
る
と
き
に
は
教
育
理
念
の
違
い
を
強
調
し
た
。
ビ
ル
は
芸
術
の
優
位
を
信
じ
て
お
り
、
芸
術
を
さ
し
お
い
て

科
学
を
う
な
が
す
の
は
誤
っ
た
道
だ
と
考
え
た
が
、
若
手
教
師
た
ち
は
、
芸
術
の
基
礎
訓
練
か
ら
始
め
る
の
は
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
新
し

い
科
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
る
の
に
重
点
を
お
く
べ
き
だ
と
考
え
た
）
25
（

。
ビ
ル
は
た
し
か
に
総
合
を
重
ん
じ
る
人
間
で
あ
っ
て
、
学
問
を
軽

視
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
科
学
理
論
へ
の
関
心
も
高
か
っ
た
が
、
芸
術
を
軽
視
す
る
あ
ま
り
造
形
教
育
が
ま
る
で
工
学
教
育
の
よ
う
に
な

れ
ば
、
造
形
大
学
の
意
味
も
な
く
な
る
と
案
じ
て
い
た
。
ビ
ル
が
去
っ
て
か
ら
一
九
五
八
年
以
降
、
ウ
ル
ム
の
教
師
た
ち
は
科
学
技
術
に

重
き
を
お
き
、
産
業
と
連
携
を
強
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
と
き
改
革
者
た
ち
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
か
ら
の
脱
却
を
唱
え
た
が
、
同
様
の
方
針
転

換
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
マ
イ
ヤ
ー
の
時
代
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
造
形
の
名
の
も
と
で
自
由
な
芸
術
が
ど
れ
ほ
ど
許
容
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さ
れ
る
の
か
再
度
問
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
ビ
ル
の
協
力
を
あ
お
い
で
ウ
ル
ム
造
形
大
学
を
つ
く
っ
た
が
最
初
か
ら
食
い
違
い
は
あ
っ
た
。
ビ
ル
は
も
と
も
と
バ
ウ

ハ
ウ
ス
時
代
か
ら
絵
画
に
親
し
み
、
具
体
美
術
と
よ
ぶ
幾
何
学
造
形
を
い
か
に
応
用
す
る
か
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
し
て
、

ア
イ
ヒ
ャ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
美
術
院
に
な
じ
ま
ず
途
中
で
や
め
た
の
は
、
彫
刻
で
は
な
く
製
品
こ
そ
が
、
絵
画
で
は
な
く
伝
達
こ
そ
が
、

社
会
を
変
え
る
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
回
想
の
な
か
で
ビ
ル
の
貢
献
を
み
と
め
て
い
る
）
26
（

。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
経
験
者

だ
っ
た
ビ
ル
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
設
立
で
き
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
埋
め
よ
う
の
な
い
食
い
違
い
が
あ
る
と
い
う
。

ビ
ル
は
な
お
芸
術
の
優
位
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
生
き
残
り
」
だ
っ
た
が
、
ウ
ル
ム
の
若
手
教
師
た
ち
は
芸
術
中
心
の
バ

ウ
ハ
ウ
ス
の
二
番
煎
じ
を
望
ま
な
か
っ
た
。
ビ
ル
が
去
っ
た
あ
と
の
ウ
ル
ム
の
方
向
は
「
ウ
ル
ム
モ
デ
ル
」
と
言
わ
れ
る
が
）
27
（

、
そ
れ
は
ア

イ
ヒ
ャ
ー
の
次
の
定
義
に
よ
る
）
28
（

。「
ウ
ル
ム
モ
デ
ル
は
科
学
技
術
に
も
と
づ
く
デ
ザ
イ
ン
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
も
は
や
人
々

の
先
頭
に
立
つ
芸
術
家
で
は
な
く
、
工
業
生
産
の
決
め
事
に
お
い
て
当
事
者
と
対
等
の
相
手
と
な
る
べ
き
だ
」。

ト
マ
ス
・
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
出
身
の
造
形
家
で
、
ビ
ル
に
見
出
さ
れ
て
一
九
五
四
年
に
ウ
ル
ム
に
呼
ば
れ
、
大
学
創

設
時
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
ビ
ル
を
紹
介
す
る
本
を
出
版
す
る
な
ど
ビ
ル
の
信
条
に
共
感
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
か
れ
は
こ
の
本
の
な
か
で
ビ
ル
の
具
体
美
術
を
か
な
り
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
）
29
（

。
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
も
ビ
ル
の
芸
術
中
心

の
方
針
に
反
対
す
る
よ
う
に
な
り
、
ビ
ル
が
去
っ
た
あ
と
ウ
ル
ム
造
形
大
学
に
お
い
て
事
実
上
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
の

一
九
五
八
年
九
月
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
講
演
「
産
業
の
新
展
開
と
デ
ザ
イ
ナ
ー
教
育
」
は
、
方
針
転
換
を
告
げ
て
お
り
注
目
す
べ
き
講
演
で

あ
る
）
30
（

。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
そ
こ
で
ビ
ル
を
名
指
し
こ
そ
し
な
い
が
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
考
え
の
幾
つ
か
は
「
断
固
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
切
り
出
し
て
い
る
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
た
し
か
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
歴
史
上
の
意
義
を
み
と
め
る
が
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
歴
史
上
の

限
界
と
し
て
二
つ
の
問
題
を
み
て
い
る
。
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マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
ま
ず
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
講
演
に
お
い
て
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
芸
術
に
重
き
を
お
く
た
め
形
式
主
義
を
助
長
し
が
ち
な
と
こ

ろ
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
「
合
理
主
義
美
学
」
を
押
し
進
め
た
が
、
単
純
な
幾
何
学
に
よ
る
「
形
態
の
純
粋
さ
」
を

追
い
求
め
る
あ
ま
り
、
美
的
側
面
を
強
調
し
が
ち
で
機
能
の
面
を
あ
ま
り
厳
格
に
考
え
な
か
っ
た
）
31
（

。
た
だ
し
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
が
そ
う
言
う

と
き
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
二
代
目
校
長
の
マ
イ
ヤ
ー
を
忘
れ
て
い
な
い
。
か
れ
に
よ
る
と
、
マ
イ
ヤ
ー
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
形
式
主
義
の
危
う
さ

を
見
抜
い
た
唯
一
の
人
物
で
あ
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
形
式
主
義
を
公
然
と
批
判
す
る
勇
気
を
も
っ
た
唯
一
の
人
物
だ
っ
た
。
マ
ル
ド
ナ
ー

ド
は
自
分
の
考
え
と
の
近
さ
か
ら
マ
イ
ヤ
ー
を
も
っ
と
評
価
し
て
も
よ
か
っ
た
が
、
政
治
上
の
理
由
だ
ろ
う
か
、
慎
重
な
言
及
に
と
ど
め

て
い
る
。
こ
の
話
の
あ
と
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
話
を
進
め
る
な
か
で
、
同
時
代
の
有
力
な
傾
向
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
産
業
の
ス
タ
イ
リ
ン
グ

に
も
注
目
し
て
い
る
。 
ス
タ
イ
リ
ン
グ
と
は
、
外
観
の
変
更
を
繰
り
返
し
な
が
ら
消
費
者
の
物
欲
を
つ
ね
に
刺
激
す
る
手
法
で
、
一
種

の
大
衆
芸
術
と
し
て
製
品
の
美
的
側
面
を
こ
れ
み
よ
が
し
に
押
し
付
け
る
。
一
方
の
極
に
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
あ
り
、
一
方
の
極
に
は
ス
タ

イ
リ
ン
グ
が
あ
り
、
両
極
は
じ
つ
は
同
じ
偏
り
の
た
め
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
美
的
側
面
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
考
慮
す
べ
き
数
多
く
の
側
面
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
美
的
側
面
は
、
一
番
重
要
な
わ
け
で
も
一
番
有
力

な
わ
け
で
も
な
い
。
生
産
上
の
側
面
、
構
造
上
の
側
面
、
経
済
上
の
側
面
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
象
徴
の
側
面
も
あ
る
。
工
業
デ

ザ
イ
ン
は
芸
術
で
は
な
い
し
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
か
な
ら
ず
し
も
芸
術
家
で
は
な
い
）
32
（

」。

マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
ま
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
講
演
に
お
い
て
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
体
験
に
重
き
を
お
く
た
め
に
産
業
社
会
の
要
求
に
応
え
き
れ

な
い
と
批
判
す
る
）
33
（

。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
学
生
は
お
も
に
予
備
課
程
で
の
芸
術
の
実
技
を
と
お
し
て
、
創
造
力
を
解
き
放
っ
た
り
、
諸
感
覚
を

洗
い
直
し
た
り
、
諸
感
覚
の
統
一
を
取
り
戻
し
た
り
す
る
が
、
そ
の
と
き
に
ま
た
、
手
仕
事
に
よ
っ
て
必
要
な
知
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
。

マ
ル
ド
ナ
ー
ド
に
よ
る
と
、
体
験
の
重
視
は
す
で
に
教
育
の
歴
史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
考
え
だ
が
、
体
験
を
重
ん
じ
る
教
育
哲
学

は
も
は
や
「
危
機
に
瀕
し
て
い
る
」
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
知
識
を
必
要
と
し
な
い
実
践
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
、
産
業
社
会
の
課
題
は
高
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度
化
し
て
お
り
、科
学
技
術
の
知
識
が
と
く
に
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
き
良
き
人
文
主
義
は
も
う
役
に
立
た
な
い
。
マ
ル
ド
ナ
ー

ド
は
さ
い
ご
に
ウ
ル
ム
の
新
方
針
を
「
科
学
的
操
作
主
義
」
の
語
に
ま
と
め
て
い
る
）
34
（

。
す
な
わ
ち
、
ウ
ル
ム
で
こ
れ
か
ら
重
視
さ
れ
る
の

は
、
役
に
立
つ
科
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
て
産
業
社
会
の
要
請
に
す
ば
や
く
対
応
し
て
い
く
姿
勢
だ
と
し
た
。

ビ
ル
は
こ
れ
に
黙
っ
て
い
な
か
っ
た
。
か
れ
は
一
九
五
九
年
の
「
模
範
例
と
し
て
の
ウ
ル
ム
―
造
形
大
学
の
問
題
」
と
題
し
た
文
章
に

お
い
て
）
35
（

、
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
の
先
の
講
演
を
ふ
ま
え
て
、
ウ
ル
ム
の
新
方
針
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
ビ
ル
は
ま
ず
自
分
の
考
え
に
も
と
づ
く

一
九
五
六
年
の
綱
領
と
、
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
の
考
え
を
反
映
し
た
一
九
五
八
年
の
綱
領
を
比
べ
て
）
36
（

、
両
者
が
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
と
主
張

す
る
。
基
礎
教
育
に
つ
い
て
の
考
え
の
違
い
は
と
く
に
看
過
で
き
な
い
。
ビ
ル
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
予
備
過
程
を
引
き
継
い
で
、
色
彩
・
形

態
・
空
間
に
か
か
わ
る
「
美
的
訓
練
」
を
重
視
し
た
の
に
た
い
し
て
、
一
九
五
八
年
の
綱
領
は
そ
う
し
た
芸
術
教
育
に
一
切
ふ
れ
ず
に
、

科
学
技
術
・
専
門
実
習
・
共
同
作
業
を
こ
と
の
ほ
か
強
調
す
る
）
37
（

。
ビ
ル
も
ま
た
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
の
考
え
が
マ
イ
ヤ
ー
の
考
え
の
焼
き
直
し

だ
と
気
づ
い
て
い
た
が
、
ビ
ル
が
か
た
く
な
に
自
由
な
芸
術
に
よ
る
「
美
的
訓
練
」
の
必
要
を
唱
え
た
の
は
、
造
形
能
力
は
ひ
と
え
に
「
美

的
訓
練
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
造
形
大
学
が
も
し
も
芸
術
を
捨
て
去
る
る
な
ら
ば
、
既
存
の
工
科
大
学

と
変
わ
ら
な
く
な
り
、
造
形
大
学
で
あ
る
意
味
す
ら
失
っ
て
し
ま
う
。

ビ
ル
は
「
模
範
例
と
し
て
の
ウ
ル
ム
」
の
文
章
に
お
い
て
今
日
に
通
じ
る
議
論
を
し
て
い
る
。
か
れ
は
当
時
の
ア
イ
ビ
ー
エ
ム
の
情
報

機
器
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
機
械
が
い
ま
や
計
算
処
理
な
ど
の
単
調
な
仕
事
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
人
間
ら
し

い
造
形
の
仕
事
す
な
わ
ち
創
造
の
仕
事
に
い
そ
し
む
べ
き
だ
と
主
張
し
て
お
り
、本
当
に
必
要
な
の
は
、「
美
学
の
議
論
」
で
あ
り
、「
様
々

な
芸
術
」
で
あ
り
、「
様
々
な
芸
術
を
日
常
生
活
に
組
み
込
む
仕
事
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。
ビ
ル
の
議
論
は
ま
さ
に
今
日
の
人
工
知
能
を

め
ぐ
る
議
論
を
先
取
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
い
ま
だ
機
械
が
で
き
な
い
創
造
の
仕
事
に
か
か
わ
る
べ
き
で
あ
り
、
目
的
に
縛

ら
れ
な
い
自
由
な
発
想
の
も
と
、
自
由
な
芸
術
を
重
ん
じ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
ビ
ル
は
さ
ら
に
芸
術
重
視
の
考
え
を
正
当
化
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す
る
た
め
に
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
一
九
五
八
年
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
。「
芸
術
家
の
自
由
お
よ
び
自
立
、
芸
術
家
の
直
感
は
、
私
た
ち
を
悩

ま
す
行
き
過
ぎ
た
機
械
化
へ
の
特
効
薬
と
な
る
。
方
向
を
見
失
っ
た
私
た
ち
の
社
会
は
、
科
学
産
業
の
放
埓
な
テ
ン
ポ
を
緩
和
す
る
た
め

に
、
抑
制
の
力
を
ど
う
し
て
も
必
要
と
す
る
の
だ
）
38
（

」。

む
す
び
に

近
代
デ
ザ
イ
ン
は
二
つ
の
流
れ
が
合
流
し
た
と
こ
ろ
で
見
出
さ
れ
た
。
一
つ
の
流
れ
は
、
芸
術
の
流
れ
で
、
も
の
の
外
見
を
描
く
の
で

は
な
く
、
形
態
そ
の
も
の
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
、
描
写
よ
り
も
構
成
を
お
も
ん
じ
る
。
一
つ
の
流
れ
は
、
産
業
の
流
れ
で
、
も
の
の
表

面
を
飾
る
の
で
は
な
く
、
本
体
そ
の
も
の
を
産
出
し
よ
う
と
し
て
、
装
飾
よ
り
も
構
成
を
お
も
ん
じ
る
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
お
け
る
造
形
の

理
念
は
、
た
ん
に
も
の
を
形
づ
く
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
も
の
の
構
成
の
意
味
を
お
び
て
い
る
が
、
二
つ
の
構
成
の
あ
い
だ
の
比
重
が

そ
こ
で
問
わ
れ
て
く
る
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
存
続
期
間
は
一
九
一
九
年
か
ら
三
三
年
ま
で
の
一
四
年
間
と
あ
ま
り
長
く
は
な
く
、
グ
ロ
ピ
ウ

ス
の
時
代
の
一
九
二
五
年
前
後
は
、
以
上
の
二
つ
の
流
れ
が
上
手
く
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
た
希
有
な
時
期
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
芸
術

家
の
直
感
に
た
よ
る
場
合
も
多
く
あ
り
、
機
能
は
あ
ま
り
厳
格
に
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
目
的
合
理
性
は
け
っ
し
て
蔑
ろ
に
さ

れ
ず
、
二
つ
の
要
求
は
た
が
い
を
尊
重
し
合
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
二
代
目
学
長
の
マ
イ
ヤ
ー
は
社
会
の
目
的
に
応
じ
た
仕
事

を
進
め
よ
う
と
考
え
、目
的
か
ら
自
由
な
芸
術
を
う
っ
と
う
し
く
感
じ
て
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
も
っ
と
も
、す
べ
て
思
惑
ど
お
り
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
教
育
へ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
は
あ
き
ら
か
に
グ
ロ
ピ
ウ
ス
と
通
じ
合
っ
て
い
た
。
ビ
ル
は
本
人
の
発
言
の
せ
い
も
あ
っ
て
芸
術
に
重
き
を
置
き
す

ぎ
だ
と
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、
か
れ
の
多
方
面
の
仕
事
を
み
る
に
つ
け
、
か
れ
が
ウ
ル
ム
で
始
め
た
仕
事
を
み
る
に
つ
け
、
ビ
ル
は
か
な
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ら
ず
し
も
芸
術
に
偏
向
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ビ
ル
は
人
間
の
社
会
生
活
を
良
く
し
よ
う
と
考
え
る
な
か
で
、
多
く
の
分
野
に
目
配

り
が
で
き
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ウ
ル
ム
に
お
け
る
ビ
ル
の
批
判
者
た
ち
の
主
張
だ
け
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
マ
イ
ヤ
ー
の
主
義
の
焼

き
直
し
に
も
見
え
る
が
、
時
代
に
制
約
さ
れ
た
発
言
で
あ
り
、
ビ
ル
と
対
立
し
た
造
形
家
た
ち
の
仕
事
を
み
る
に
つ
け
、
ビ
ル
が
去
っ
た

あ
と
の
ウ
ル
ム
の
教
育
を
み
る
に
つ
け
、
自
由
な
芸
術
の
息
吹
を
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
が
も
た
ら
し

た
数
々
の
成
果
物
は
、
ビ
ル
の
初
動
が
あ
っ
て
こ
そ
の
成
果
で
あ
り
、
堅
実
な
が
ら
美
し
く
も
あ
る
。
芸
術
を
中
心
に
す
え
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
ビ
ル
と
そ
の
批
判
者
た
ち
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
社
会
の
問
題
に
た
い
し
て
率
直
に
向
き
合
い
、
特
定
の
分

野
に
か
た
よ
ら
ず
、
特
定
の
方
法
に
し
ば
ら
れ
ず
、
全
体
を
見
通
し
た
う
え
で
新
し
い
何
か
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
造
形
＝
ゲ
シ
ュ
タ
ル

ト
ゥ
ン
グ
の
精
神
だ
っ
た
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

著
者
は
す
で
に
次
の
著
作
お
よ
び
論
文
に
お
い
て
ビ
ル
の
仕
事
に
触
れ
て
お
り
、
本
論
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
既
出
の
説
明
を
繰
り
返

す
と
き
も
あ
る
。
高
安「
ウ
ル
ム
造
形
大
学
に
お
け
る
脱
バ
ウ
ハ
ウ
ス
思
想
」『
ａ
＋
ａ
美
学
研
究
』一
一
号（
大
阪
大
学
美
学
研
究
室
、
二
〇

一
七
年
三
月
）一
一
八
―
一
三
一
頁
。
高
安『
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
年
）。
高
安「
三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け

る
造
形
概
念
―
デ
ッ
サ
ウ
･
ウ
ル
ム
･
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
」『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』三
八
号（
二
〇
一
五
年
二
月
）一
―
一

九
頁
。

（
2
） 

本
稿
はU

m
w

eltgestaltung

を「
環
境
造
形
」と
訳
し
た
が
、
向
井
周
太
郎
は「
外
的
環
境
形
成
」と
訳
し
た
う
え
で
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
総
合
芸

術
の
理
念
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
向
井
周
太
郎「
マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
― 
外
的
環
境
形
成
」勝
見
勝
編『
現
代
デ
ザ
イ
ン
理
論
の
エ
ッ
セ

ン
ス
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
六
六
年
）一
七
三
―
一
九
六
頁
。
ビ
ル
は
一
九
五
六
年
に
ウ
ル
ム
で
開
か
れ
た
ス
イ
ス
・
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
の

大
会
に
お
い
て
「
環
境
造
形
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。M

ax B
ill, 

“Um
w

eltgestaltung nach m
orphologischen M

ethoden,

” Werk und 
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Zeit, 5. Jg. N

r.11 (N
ovem

ber 1956): 4-5.

（
3
） Peter H

ahn, 

“Bill und das B
auhaus,

” in K
unstm

useum
 W

interthur und G
ew

erbem
useum

 W
interthur, H

rsg., M
ax Bill: Aspekte seines 

W
erkes (N

iggli, 2008).
（
4
） 『
新
建
築
』四
号（
一
九
二
八
年
二
月
）四
六
―
五
六
頁
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
の
新
名
種
夫
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
マ
ッ
ク
ス
・

ビ
ル
君
の
作
は
遠
来
の
珍
客
で
あ
る
。
我
国
に
お
け
る
建
築
図
案
の
懸
賞
募
集
に
、
欧
米
か
ら
の
応
募
は
恐
ら
く
こ
れ
が
初
め
て
に
ち
が

い
な
い
。
図
面
は
マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
君
の
図
案
に
、
丁
度
バ
ウ
ハ
ウ
ス
滞
在
勉
強
中
の
水
谷
氏
が
一
切
の
書
入
を
し
た
と
の
事
で
あ
る
」。

次
も
参
照
。Jakob B

ill, m
ax bill am

 bauhaus (benteli, 2008), 23-44.

（
5
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
の
息
子
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
・
ビ
ル
の
右
記
の
本
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
時
代
の
ビ
ル
の
絵
画
作
品
を
多
く
紹
介
し
て
い
る
。

（
6
） bauhaus: zeitschrift für gestaltung, 2 Jg. N

r.4 (1928): 24; reprint (K
raus R

eprint 1976).

（
7
） m

ax bill, 

“fünfzehn variationen über ein them
a,

“ in m
ax bill (abc verlag, 1987), 80-89.

（
8
） M

ax B
ill, 

“Die m
athem

atische D
enkw

eise in der K
unst unserer Zeit,

” in W
erk 36, N

r. 3 (1949): 86-91.

（
9
） M

ax B
ill, 

“über typografie,
” Schw

eizer G
raphische M

itteilungen (A
pril 1946): 193-200. N

iggli Verlag, ed., m
ax bill, typografie, 

reklam
e, buchgestaltung (N

iggli, 1999), 160-166.

（
10
） Lars M

üller, ed., M
ax Bill’s View

 of Things: D
ie gute Form

: An Exhibition 1949 (Lars M
üller, 2015).

（
11
） Eva von Seckendorff, D

ie H
ochschule für G

estaltung in U
lm

: G
ründung 1949-1953 und Ära M
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SUMMARY

Max Bill and Bauhaus

Keisuke Takayasu

Max Bill was a Gestaltung man; he was a multi-talented modernist and acted 
as a bridge between the two schools of Gestaltung. Bill studied at the Bauhaus 
from 1927 to 1928, which was when Gropius left the rector position and Meyer 
was appointed. At the Bauhaus, Bill enthusiastically created paintings. Therefore, 
he possibly left the Bauhaus because of Meyer’s functionalism focus.  About 
twenty years later, Bill became central to the founding of the Hochschule für 
Gestaltung Ulm. As the official opening of the school building was held in October 
1955, the Ulm school was reported as the Bauhaus successor by regional papers in 
West Germany. However, conflict between rector Bill and the younger lecturers 
heated up. While Bill believed in the predominance of free art, the younger 
lecturers thought that it was anachronistic to begin with artistic practice, claiming 
the incorporation of the latest scientific knowledge. After Bill’s resignation, the 
new leaders such as Maldonado tried to get out of a strictly Bauhaus model. 
However, a similar reorientation can already be seen in Bauhaus itself, when the 
second rector, Hannes Meyer had attempted to exclude the purpose-free art 
training to develop the scientific approach.


